
ドイ ツ ・ ロ マ ン派作 曲 家の創造の源泉 を さ ぐ る

シ ュ ーマ ン 《幻想 曲》 Op. 1 7 の 第 1 楽章 を手掛か り に

Zur Asthetik der deutschen Romantik im Spiegel des ersten Satzes 

der Fantasie Op. 17 Robert Schumanns 

大 塚 直

OTSUKA Sunao 

Die Musikasthetik Robert Schumanns steht, anders als die der bお dahin tatigen 
anderen Komponisten, im engen Zusammenhang mit der Schreibkunst der Literatur. 
Die deutsche Romantik setzt die damalige, dualistおche Denkweise vora田 und
vermittelt oder schwebt mit Ironie, Fantasie bzw. Humor zwischen Antike und 
Moderne, Natur und Kunst, zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit. Und doch bleibt 
ein nicht zu iiberwindender Bruch. Auch in den Klavierwerken Schumanns in den 

1 830er Jahren steht die prosaische Auβenwelt seiner Zeit mit der poetischen 
Innenwelt des Komponist剖i im Wechselspiegel. Vor allem im ersten Satz der Fantasie 

Op. 1 7  spiegeln sich interessanterweise seine innige Liebe 血r Clara Wieck und seine 
starke Hoffnung auf neue deutsche Musik nach Beethoven eben als die ,, Ruine“， ein 
fi.i.r die deutsche Romantik typisch negativer St止 der sich einst der Regeneration 
zuwendet. Nicht nur in dieser Schreibweise der neuen Musik, sondern auch in der 
praktischen Performativitat des Pianisten hat Schumann neue Horizonte eroffnet, 
indem er mit den Fingern und mit dem Gehor die subtile Empfindung der 
Korperlichkeit entwirft und eine unbewusste Welt auszudriicken versucht. Seine 
Klavierstiicke sind insofern von besonderer Bedeutung, als sich darin eben die 
verwickelte, moderne Anthropologie sozusagen kubisch widerspiegelt. 

キー ワ ー ド ： ドイ ツ ・ ロ マ ン派、 シ ュ ー マ ン の 《幻想曲》、 「廃櫨J の美学
Deutsche Romantik, Schumanns Fantasie, Asthetik der , Ruine“ 

FD

 

咽EA



愛知県立芸術大学紀要 No.41 (2012) 

1 . 芸術表現力 と 教養

芸術表現力 に おいて知識や教養 は一体 ど こ ま で有効な の だ ろ う か ？
例 え ば、 ピア ノ 専攻の学生が海外か ら ア ーテ イ ス ト を迎えて公開 レ ッ ス ン を受 け る と き 、 そ の 作

品 が 生 ま れた背景を知 る た め に 当 時の文学作品 を読みな さ い、 と ア ド ヴ ア イ ス を受 け る こ と が 多い。
し か し本を読む こ と に よ っ て 作 品 が 書かれた 当 時の作曲家の 「イ メ ー ジ」 を掴む と は、 具体的 に は
ど の よ う な 作業 を意味 し て い る の だ ろ う か ？ 舞台芸術 を例 に と っ て 考 え て みて も 、 上演 さ れ る 作
品 の背景 を徹底的 に リ サーチ し て役柄に臨む タ イ プ と 、 準備 しす ぎ る と か え っ て演技が散漫に な る
の で 、 台本だ け を頼 り に一 回性 に か け る タ イ プの俳優 と が存在す る だ ろ う 。 楽譜や台本な ど一次テ
ク ス ト に対 し て 、 作曲家の評伝や当 時の文学作品 な ど二次資料は 、 芸術表現力 に ど こ ま で影 響を 及
ぼすの だ ろ う か ？ ま た 単に作品 を演奏す る だけでな く 、 演奏す る 自 分 を も 反省す る よ う に な っ た
の は 、 一体い つ の 時代 か ら だ ろ う か ？

こ の よ う な問題系 に対 し て 、 フ ィ ヒ テ に 由 来す る ドイ ツ ・ ロ マ ン派の 「 自 己 反省J の理論 を持ち
出 す の は 、 あ な が ち不 当 では あ る ま い。 すな わ ち 、 自 己 を鏡像化 し て 二重 に 捉 え る 彼 ら の 言説に従
う な ら ば、 ま ず 自 我が あ っ て 、 それか ら 反省 を経て 自 分の姿を捉 え返すの で な く 、 ま さ に 「反省」
の運動そ の も の に よ っ て 自 我 と 非我 、 主観 と 客観が 同時に産出 さ れ る か ら で あ る ω。 こ れ を敷桁 し
て 考察 し て み る と 、 作 品 の優劣は一次テ ク ス ト それ 自 体で判断で き る わ け でな く 、 演奏に よ っ て創
造的 に 二重化 さ れ る こ と に よ っ て初 め て 明 ら か に な る の だ。 楽譜 と 演奏、 台本 と パ フ ォ ーマ ンス 、
原作 と 翻訳 は 、 すべて 前者 を 再現す る も の と 理解 さ れ る こ と が 多 い が 、 実際に は後者に よ る 自 己鏡
像化 の な かで 、 い わば創造的な 二元性か ら 初 め て 、 作品 が本来持 っ て い る 真価が生起す る と も 考 え
ら れ る 。 そ の意味では 、 一次テ ク ス ト が本来持 っ て い た 可能性は 、 二次資料を踏ま え た 演奏、 パ フ
ォ ー マ ン ス か ら 捉 え返 さ れ る こ と に よ っ て 、 初 め て起動す る と も 言 え る 。 ヴ ァ ノレ タ ー ・ ベ ン ヤ ミ ン
の翻訳論 よ ろ し く 、 楽譜 と 演奏 も ま た 「ひ と つ の器の破片J (2） 、 ひ と つ の よ り 大 い な る 作品 を 予感
さ せ浮 き 上が ら せ る も の で な く て は な ら ない。

ま た 、 ドイ ツ観念論 と と も に人間 の認識能力や 自 己反省 が 問題視 さ れ る よ う に な る と 、 逆 に 無意
識が生み出す美学に も 注 目 が集 ま る よ う に な っ た。 ドイ ツ ・ ロ マ ン派の全盛時代 に 、 劇作家 ク ラ イ
ス ト が そ のエ ッ セ イ 『マ リ オネ ッ ト 劇場について』 （1 81 0）で、 優美 さ は無意識の状態 に お い て の み
宿 る 、 と 指摘 し た の は 、 つ と に 有名 で あ る。 音楽実践の場に おいて も 、 演奏家が対象 を厳密 に意識
化 し て表現す る こ と に よ っ て初 め て作品 は完成 に も た ら さ れ る が 、 逆に意識化 しす ぎ る と 今度 は 自
然な表現が 生 ま れ な い 、 と い っ た ア ポ リ ア が 存在す る 。 し か し そ こ に生 ま れ る 特殊 な効果 を さ ら に
意識的 に 表現す る と い う ロ マ ン派一流の 自 己反省の美学 も 成立 し う る で あ ろ う 。

そ し て 、 以 上 の よ う な ドイ ツ ・ ロ マ ン派の精髄 と も い え る 意識 と 無意識の錯綜、 楽譜 と 演奏 と の
組踊 を芸術的 に初 め て 作品 と し て表現 し よ う と し た の が 、 実は ロ ベル ト ・ シ ュ ーマ ン の1 830 年代
の ピ ア ノ 曲 で は な し 、 か と 思 う の だ。 実際 に 、 吉 田 秀和は次 の よ う に述べて い る 一一 「 シ ュ ー マ ン は 、
実 際 に ひび く 音 と 、 譜 に 現 さ れた 姿 と の喰い違い を 、 明 瞭に意識 し 、 そ こ に高度の芸術的効果 を託
し た最初 の 人 で あ ろ う J (3）。 そ の意味では、 単な る 再現芸術で は な く 、 パ フ ォ ー マ ン ス 芸術 と し て
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ド イ ツ ・ ロ マ ン 派作 曲 家 の創造の源泉 を さ ぐ る ー シ ュ ー マ ン ｛幻想 曲 ） Op.17の 第 1 楽 章 を 手掛か り に ー

“ シ ュ ーマ ン” を新た に 高察 し 直すた め に は、 彼の書法や技法を 「言説」 の側か ら 当 時の 思想、史 ・
文化史の な かで捉 え返 し て み る 必要 が あ ろ う 。

本稿 で は 、 狭義 の音楽学の枠組み に 囚 われず、 シ ュ ーマ ン の ピア ノ 作品 《幻想 曲》 Op.1 7 の第 1
楽章 を あ えて 当 時の文学や絵画作品 と 学際的 ・ 領 域横断的 に絡 め な が ら 、 ドイ ツ ・ ロ マ ン 派作 曲 家
の創造の源泉 を 、 広 く1 9 世紀の 時代思潮 の な かに位置づ け て み た い と 思 う 。

2 .  ドイ ツ語圏 に お け る 文学 と 音楽

ドイ ツ ・ ロ マ ン派 にお け る 楽譜 と 演奏 と の創造的二元性 を読み解 く 手掛か り と し て 、 ま ず は 当 時
の音楽を め ぐ る 「言葉」 を ヒ ン ト にす る こ と が で き る 。 ドイ ツ語圏 の 音楽 と それ を め ぐ る 言説 は密
接な 関係 に あ っ て 、 両者が 補完 し あ い な が ら ドイ ツ独 自 の音楽文化 を形作っ て き た と い え る 。

例 え ば、 ロ マ ン派の始祖のひ と り ヴ、 ア ツ ケ ン ロ ーダーは 『芸術を愛す る 一修道僧 の真情 の 披涯』
(1 797） の な かで書い て い る一一 「ル タ ー は あ る 箇所で全 く 思い き っ て 、 き っ ぱ り 主 張す る 。 すな わ
ち 、 人 間 精神のすべ て の 学や芸術の 中 で 、 神学 に次いで、 第一 の場所を 占 め る も の は音楽で あ る 、 と 」
(4）。 キ リ ス ト 教徒 はル タ ー の 宗教改革に よ っ て初 め て 、 も はやカ ト リ ッ ク 教会 を 介在 さ せ る こ と な
く 、 聖書に よ っ て 直接、 神 と 結びついて い る と さ れた。 こ の プ ロ テ ス タ ン ト の流れ を汲む 「敬度主
義（Pietismus）」 こ そ は 、 真情の告 白 に よ る 近代 ドイ ツ文学を生み出す母体 と も な っ た の だ が 、 聖書
の言葉 と 同様に音楽が 直接 「絶対者j と の あ いだを媒介 し て く れ る と 考 え ら れた。 音楽が 、 あ た か
も 「バベルの塔J 崩壊以前の言葉 の よ う に 、 すべて の 民 を結ぶ 「普遍 的 な 言語j と 見倣 さ れた の で
あ る 。

同様の 「言葉 ＝ 音楽J 観は 「音楽は、 自 然の普遍的な言語で あ り 、 不思議 な 秘密 の響で私 た ち に
語 り かけ る J と 記 し た（母 、 E · T · A ・ ホ フ マ ン に も 覗 う こ と が で き る 。 シ ュ ーマ ン に影 響 を 及 ぼ
し た 『 ク ラ イ ス レ リ ア ーナ』 （1 81 4） に は、 以 下の有名 な 言説が見 ら れ る 。 「私は あ え て 、 音楽は あ ら
ゆ る 芸術の 中 で最 も ロ マ ンテ ィ ッ ク な芸術で あ り 、 唯一純粋に ロ マ ンテ ィ ッ ク で あ る と 言い た い。
と い う の も 、 音楽の主題は 、 無 限 と い う こ と に ほかな ら な し 、 か ら で あ る 」 ω。 ロ ベル ト ・ シ ュ ーマ
ン が 、 リ ス ト や ワ ー グナー ら 新 ド イ ツ 学派の 「標題音楽J に は終始批判 的 で、、 後 に評論 『新 し き 道』
(1 853） を 書い て 華 々 し く ブ ラ ー ム ス を 楽壇に 送 り 出 し た の も 、 故な き こ と で は な い。 彼 が ひたす ら
自 己 に誠 実で 内 面的 な 「絶対音楽」 観を保持 し よ う と し た の は 、 ドイ ツ ・ ロ マ ン派 の音楽美学 自 体
に 、 音楽 こ そ最 も す ぐれた言葉 で あ り 、 そ し て 言説が音楽を支 え る と い っ た 「言葉 ＝ 音楽J 観が見
ら れ、 シ ュ ーマ ンは こ れに 忠実 で あ っ た た め で あ ろ う 。

シ ョ ーベ ンハ ウ ア ー も ま た 『意思 と 表象 と し て の 世界』 （1 81 9） の な かで音楽を 「 普遍 的 な 言語」
と し て捉えて い る 。 「音楽は、 意思全体の直接の客観化で あ り 、 模写な の で あ っ て 、 〔 － 一 〕 音楽は け
つ し て ほか の 芸術の よ う にイ デ ア の模写な の で は な い。 それは意思そ れ 自 身の模写 な の で あ り 、 イ
デア は こ の意思の客体性で も あ る の で あ る 。 〔 一 ・ 〕 ほかの芸術は影 に つ い て語 っ て い る だ け だ が 、 音
楽は本質について語っ て い る 」 （7）。 こ う し た音楽観はニ ー チ ェ や ワ ー グナ ー ら を経 由 し て 、 1 9 世紀
後 半 に は フ ラ ン ス の 詩人 ヴェ ル レーヌ の 詩句 「 な に よ り も ま ず音 楽 を ！ J に代表 さ れ る 芸術至上主
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義 的 な 言説 に結実す る 。 やがて ト ー マ ス ・ マ ンが 『 フ ァ ウ ス ト 博士』 （1 947） の な かで 「音楽は あ ら
ゆ る 芸術 の う ち で最 も 精神 的 な 芸術で あ る 」 と 書 き （8） 、 ナチス の台頭を抑 え る こ と が で き な か っ た
非政治的な ド イ ツ に対 し 、 厳 し い 自 己批判 を迫 る ま で、 こ の よ う な芸術家に よ る 音楽理解は継続 し
た と 考 え ら れ る 。

シ ュ ーマ ンが 、 深い共感 を も っ て ヴ ァ ッ ケ ン ロ ー ダー ら ロ マ ン派文学に親 し ん で い た こ と は 、 マ
ルセ ル ・ ブリ オ ン の著述に詳 し い（9）。 ま た彼 が 、 ホ フ マ ンや ジ ャ ン ・ パ ウ ルの著作に親 し んで い た
こ と は、 周知 の と お り で あ る 。 学際的 な研究が盛んな今 日 では 、 シ ュ ーマ ンの 《幻想曲 》 に ドイ ツ ・
ロ マ ン派の文学理論 、 と り わ け Fr ・ シ ュ レーゲ ルの 「ア ラ ベス ク 」 理論か ら の影 響を指摘す る ジ ョ
ン ・ ダ ヴェ リ オの研究 も 有名 に な っ て い る （10）。 楽譜や音楽だ け で な く 、 文学や思想、 の側 か ら も 考察
し な ければ、 作 曲 家 シ ュ ーマ ン の抱いていた芸術観は明 ら かに な ら な い の で は な い か。

3 . 新 旧 論争 ・ 近代精神 ・ 構想力

ドイ ツ ・ ロ マ ン派 の 時代意識 ・ 美意識は二元的思考法、 二項対立の原理 に よ っ て 貫 かれて い る 。
そ の 母体 と な っ た の は 、 文学の分野では かの有名 な新旧 論争、 そ し て哲学の分野 で は カ ン ト の登場
で あ ろ う 。
1 678 年1 月 27 日 、 国 王ルイ1 4 titの病気快癒 を祝っ て 、 詩人 、ン ャ ルル ・ ベ ロ ー はパリ の ア カ デ

ミ ー に て 『ルイ 大 王 の 世紀』 と い う 自 作の詩を 朗読 し 、 古典文学 よ り も 現代文学の方が優れて い る
と 主張 し、 古典主義者ボ ワ ロ ー と の あ いだに十年に及ぶ大論争を 引 き 起 こ し た。 ベ ロ ー の 主張は、
近代 フ ラ ンス 国家の優越意識 を 前提 と し て い た が 、 やがてル ソ ーが 『人間不平等起源論』 （1 755） を
著 し て 近代の進歩主義への懐疑 を唱 え る と 、 そ の絶対主義的な国家体制 は批判 さ れ る よ う に な る 。
さ ら に 同年、 『 ギリ シア 美術模倣論』 （1 755） の な かで、 ヨ ー ロ ッ パ に お い て は永年規範 と 見倣 さ れて
き た 「 ロ ーマ 的古代j の秩序、 法則 、 基準 と い っ た形式原理に対 し 、 む し ろ こ れ ら を生み出 し た 源
泉 と し て の 「 ギリ シア 的 古代」 に還帰すべ き こ と を ドイ ツ の美学者 ヴ ィ ン ケルマ ンが主張す る と 、
文化的 に遅れ を と っ て き た ドイ ツ 国 民は、 「 ロ ーマ的古代」 の フ ラ ン ス 国 民 に 対 し て 自 分た ち こ そ は

「 ギリ シア 的 古代」 の末商であ る と の 自 己認識 に 目 覚 め て ゆ く 。 こ う し て 、 理想化 さ れた 「 自 然J 、
ユ ー ト ピ ア と し て の 「古代j こ そ は新た な る 規範で あ る と し て 、 そ こ か ら 「近代j の文化一般 を批
判 的 に捉 え よ う と す る 視座が確立 し 、 やがて ドイ ツ 古典主義の運動 と し て 胎動 し て い く の だ（11)0 

文学の分野で は、 レ ッ シ ン グが 『ハ ンブル ク 演劇論』 （1 767・69） を 著 し て 、 ア リ ス ト テ レ ス の詩学
を再検討 し 、 さ ら に 「天 才概念」 を導入 し な が ら 、 ギリ シア悲劇 の真 の後継者 は フ ラ ン ス 古典主義
でな く シ ェ イ ク ス ピア で あ る 、 と い う 画期的な主張を行 っ た。 ゲ ー テ は1 786 年、 ヴ ァ イ マル公園
にお け る 政務い っ さ い を投 げ出 し て イ タリ アへ旅行 し 、 約二年滞在 した後 に 、 詩人 と し て のみな ら
ず人間 と し て も 生ま れ変 わ っ て 帰国す る 。 以後彼は、 古代美術の均整 と 調和 、 ま た南 方的 ・ 形象的
な も の に 自 己 の文学の規範 を 見 出 す よ う に な っ た。 ま た シ ラ ー は 『素朴文学 と 情感文学 に つ い て 』
(1 795） の な かで 、 ゲ ーテ と 自 己 と の 立場の違い を念頭に置き な が ら 、 自 然 と 調和 し た分裂 を 知 ら ぬ
ホ メ ロ ス 、 シ ェ イ ク ス ピ ア 、 ゲ ーテ ら 古代人の タ イ プ を 「素朴詩人」 と 呼び、 す で に 自 然 と の結び
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つ き を失 っ て 、 分裂の な かで苦闘 し な が ら それ を追い求 め るミ ル ト ン 、 ク ロ フ。 シ ュ ト ッ ク 、 シ ラ ー
ら 近代人の タ イ プ を 「情感詩人」 と 呼ん だ。 そ し て 近代精神 に 固 有の 可能性を認 め 、 ドイ ツ ・ ロ マ
ン派へ と 至 る 理論的前提を拓い た の で あ る。 こ う し て 、 ア ウ グス ト ・ ヴ ィ ルヘルム ・ シ ュ レーゲ ル
が 、 ベル リ ン で の 文学 と 芸術 を め ぐ る かの有名 な講義 に お い て 、 古典主義 と ロ マ ン 主義 の 対概念 を
用 い た の は 、1 801 年の こ と で あ る。 も はや異な る歴史 ・ 風土のな かで古代芸術を 再現す る の は不 可
能 な の で、 近代精神 に よ る 「 自 己反省」 を経て 、 古代芸術の理想 を捉え返 し な が ら 、 近代 に特有の
新 し い表現様式を追求す る こ と に な る の だ。

哲学の分野では、 カ ン ト が 『純粋 理性批判』 （1 781 ） を 著 し て 、 人 間 に 備 わ っ た認識能力 の仕組み
を 説 明 す る と 同 時 に 、 主観 と 客観 と い う 二極聞 の分裂 を生み出 し 、 自 己 意識 と 物 自 体の あ い だ を 媒
介す る 能力 と し て 「生産的構想力（produktive Einbildungskraft) J を設定 し た の は重要な こ と で あ
る。 カ ン ト は 、 最終的 に理性へ と 統括 さ れ る ま での認識の受動的 な プ ロ セ ス の な かで、 い わ ば対象
を 次 々 と オブ ラ ー ト に包んでい く 諸段階のひ と つ に 「構想力」 を設定 し た の だ が 、 こ れ に積極的 な
意味 を 見 出 し 、 後 に初期 ドイ ツ ・ ロ マ ン派の芸術哲学へ多大なイ ン ス ピ レー シ ョ ン を 与 え た の が 、
フ ィ ヒ テ の 『全知識学の基礎』 （1 794）で あ っ た。 フ ィ ヒ テ が 「人間精神 の 総 て の仕事は構想力 か ら
出発」 す る 、 あ る い は 「構想 力 は 、 限定 と 非限定、 有限な る も の と 無限 な る も の と の 中 間 に 動揺
らchweben)す る 能力 で、 あ る j と 主張 し て か ら （12） 、 『 ア テ ネ ー ウ ム 断片』 （1 798） に フ リ ー ド リ ヒ ・ シ
ュ レー ゲ、ルが 書 き 著 し た 、 かの ドイ ツ ・ ロ マ ン派 を代表す る 綱領 ま で は 、 わずか 4 年 を待つのみで
あ っ た一一 「 ロ マ ン主義文学は発展的総合文学であ る。 〔 … 〕 だ が ま た ロ マ ン主義文学は、 た い て い
の場合し 、かな る 実在的 関心 に も 観念的関心に も と ら われず、 文学的反省 の 翼 に乗 っ て 、 描 写 さ れた
対象 と 描写す る 者 と の 中 間 に漂 い 、 こ の反省 を 次 々 に相乗 し て合せ鏡の な か に な ら ぶ無限の像の よ
う に 重ねて ゆ く こ と も で き る J (13）。

彼 ら ロ マ ン派 の 「構想力J は 、 ま っ た く 新 し い時代意識 を前提に し て い よ う。 古代の 芸術作 品 は 、
も はや素朴 に鑑賞 さ れ る の で な く 、 近代精神 を 照射 さ れ、 二項対 立 の な かで相対化 さ れ、 意識の な
かで乱反射 し な が ら 浮 かび上が る。 も はや古典派 の美学や ジ ャ ンルを前提に で き な い創作家た ち は 、

先 行す る 偉大な作品 と 相対峠 し つ つ 、 近代人の孤独 な 自 意識の枠 内 で そ れ ら と 戯れ よ う と し た。 「 フ
ラ ン ス 革命 、 フ ィ ヒ テ の知識学、 それにゲ ーテ の 『マイ ス タ ー』 、 こ れが 時代の最大の傾向 で あ る 」
と Fr ・ 、ン ュ レーゲ ルは書い て い る が（14） 、 こ れ以降1 9 世紀を通 じ て 、 新 し い 時代意識そ の も の を表
出す る かの よ う に 、 文学の規範は ギ リ シア神話か らゲ ルマ ン ・ 北欧神話へ、 調和 ・ 節度 か ら 鏡舌 ・
無限への憧僚へ、 詩か ら 散文へ と 大 き く 舵を き る こ と に な る。 と く に 「言葉 ＝ 音楽」 観が強かっ た
こ の 時代 に 、 音楽的 な構造を持つ散文の文体を初めて創 出 し た と 言われ、 ま る で入れ子細 工 の よ う
な複合文 の 多用 、 関係文 の積み重ね に よ っ て複雑な近代人 の精神構造を巧みに形象化 し た 人物 こ そ 、
シ ュ ーマ ンが 規範 と し た 作家 ジ ャ ン ・ パ ウ ルで あ っ た。

4 . ジ ャ ン ・ パ ウ ルの 「詩的 リ ア リ ズム」

シ ュ ーマ ン は1 843 年 に な っ て回顧的 に 、 「バ ッ ハ と 、ジ ャ ン ・ パ ウルが僕に最大の影 響を 及 ぼ し た 」
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と 振 り 返っ て い る （15）。 ま た 「僕は音楽教師以上に ジ ャ ン ・ パ ウ ノレか ら 対位法 を 学んだJ と も 語 っ て
い る （16）。 シ ュ ーマ ンの ピ ア ノ 曲 で指示 さ れ る 「 フ モール」 概念 を理解す る た め に は 、 ま ず は 当 時の
ドイ ツ 思想史 に お け る ジ ャ ン ・ パ ウ ルの位置 を確認 し て おか ねばな る ま い。

ジ ャ ン ・ パ ウ ル は 、 カ ン ト や フ ィ ヒ テ ら 意識や反省 を重視 し た ドイ ツ 観念論 の 哲学者 に 対 し て 、
信仰や体験な ど人間の魂に お け る 感情の優位を唱 えた思想家ヤ コ ー ビ を支持 し た 作家で、 あ っ た。 幼
少期か ら オルガ ン と 賛美歌に よ っ て深い宗教的情調 を養 っ た と さ れ る ジ ャ ン ・ パ ウ ルは、 シ ュ ーマ
ン が愛読 し た 小説 『生意気盛 り 』 （1 804） と ほ ぼ同時期 に 執筆 さ れた 『美学入門』 （1 804） の 第 1 プ ロ
グ ラ ム にお い て 、 夢想的で現実 を軽視す る 傾向 に あ る 極端な 主観主義者た ち を 「詩のニ ヒ リ ス ト 」
と 呼んで批判 し 、 ま た 同 時 に 、 な ん ら 詩心 を持たな い杓子定規的 な 通俗啓蒙主義者た ち を も 「詩の
マ テリ ア リ ス ト 」 と 呼んで否定 し て い る 。 彼 自 ら は 「詩的 リ アリ ズム 」 の 立場か ら 、 感情 と 悟性、
知覚 と 内省な ど、 当 時の ドイ ツ 思想、界 を席巻 し た 二元論 を 、 詩的 なや り 方で克服で き る と 考 え て い
た。 そ の際に ジ ャ ン ・ パ ウ ルが 、 ア リ ス ト テ レ ス に倣っ て 「詩 と は 自 然 を 模倣す る こ とj だ と 主張
し な が ら 、 人 間 の外部 と 内部 の 二重の 自 然 を 同時に模倣す る こ と で、 両者 が 互い に 互い を 映 し 出す
「鏡像関係」 に な る べ き こ と を説い た の は、 注 目 に値 し よ う （17）。 実際に彼の作品 で は 、 さ ま ざ ま な

感情や雑学的知識、 観察の充満物が脱線 を繰 り 返す鰻舌な語 り 口 で も っ て語 ら れ る 。 長編小説 『生
意気盛 り 』 では、 自 我 を 見据 え る よ う な複雑な作品構造の なか で、 夢惣的 で詩人肌の 兄 ヴ ア ル ト と 、
現実的で フ ルー ト と ダ ンス の名 手で あ る 弟 ヴル ト の双子 の兄弟が 、 互 い に 互 い を 映 し 出すか の よ う
に登場 し て く る 。 さ ら に 作 品 なか で 『 ホ ッ ベルポ ッ ベル』 と い う 作品 が 登場人物 に よ っ て 自 己言及的
に共 同 執筆 さ れ る と い う 筋書 き を持っ て い る 。 すなわ ち 、 相対立す る 二極の相互作用 に よ っ て 「 フ
モ ール」 に満 ち た全体性 を獲得 し て い る の で あ る 。

そ の 有名 な 「 フ モール（Humor）」 概念 について 、 ジ ャ ン ・ パ ウ ルは次の よ う に書いて い る一一 「 昔
の神学がや っ た よ う に 、 人 聞 が 、 こ の世な ら ぬ世界か ら こ の世 を な が め お ろせば、 こ の世 は 、 みみ
っ ち く 、 あ だ に う ごめ い て い る 。 ユーモ ア が や る よ う に 、 人 聞 が 小 さ な こ の 世 を 尺度 に し て 、 無限
の 世界 を測 り 、 それ と 小 さ な 世界 と を結びつ ければ、 笑いが生 じ 、 こ の笑 い の う ち に は 、 やは り あ
る 苦痛 と 、 あ る 偉大 さ と が存在 し て い る 」 （18）。 難解な言い 回 し だ が 、 「 フ モ ール」 の好例 と し て 、
普段 は結びつ く こ と の な い最大の も の と 最小の も の と が対比 さ れて い る こ と に注 目 し た い。 例 え ば
セ ルパ ンテ ス の 『 ド ン ・ キ ホ ーテ』 （1 605,1 61 5） で は 、 主人公は偉大 な る 騎士道精神 を 理想、 と して
生 き て い る が 、 現実に はすで、 に 英雄時代の過 ぎ去っ た倭小化 さ れた 世界で、 あ が いて い る o 風車を敵
に見立て突進す る 老人 に は 、 確か に あ る 種の苦痛 と 偉大 さ と が笑い と と も に混在 し て い る 。 シ ェ イ
ク ス ピア の 『夏の夜の夢』 （1 595・96） を例 に と っ て みれば、 ア テ ネ の森 の なか で現実 と 幻想、 の 二極の
境界線が次第 に｜暖昧 に な っ て 、 妖精の女王テ ィ タ ーニ ア は ロ パの頭をつ け た職工に恋 し て し ま う 。
四 人 二組の恋人た ち はパー ト ナー を突如入れ替 え る な ど 、 幾何学的 な構造 の なか で 貴族 と 妖精た ち 、
夢 と 現実な ど相対立す る 二元的な も の は溶融 し て い く 。 ホ フ マ ン の 『牡猫ム ルの人生観』 （1 81 9/21 )
で は 、 牡猫ム ルの物語 と 楽長 ヨ ハネ ス ・ ク ラ イ ス ラ ー の伝記 と が 表裏一体 を な し て パ ラ レルに描か
れて お り 、 両者の 冒 険謂や恋愛話が、 と き に皮 肉 を 交 え な が ら 錯綜 し て い る の で あ る 。
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ア ン テ ィ テーゼ
こ う し て 、 ジ ャ ン ・ パ ウ ル 自 身に よ っ て 「人生 自 体に た いす る 偉大 な 反 定 立 」 や 「現実主義 と 理

想主義、 肉 体 と 魂 と の あ い だ の ユ ーモ ラ ス な平行線」 な ど と 機知 を交 え て 説明 さ れ る 「 フ モ ール」
概念が側、 や が て 新 し い音楽美 学 を開 拓す る 上で ロ ベル ト ・ シ ュ ーマ ン の 指導原理 と な っ て し て 。

1 830 年代に 書 かれた彼の 有名 な ピ ア ノ 作品 は 、 さ ま ざ ま な 関心 事 をパ ッ チ ワ ー ク と し て 作品 に織 り
込んでい く 同 時代の文学の書法 、 散文の技法 を音楽の世界 に 持 ち 込 んだ も の と 推定 で き る 。 彼 の ピ
ア ノ 曲 の標題 と も な っ て い る 「 フ ァ ン タ ジー」 、 「 フ モ レ ス ケ」 、 「 ア ラ ベス ケ 」 な ど は 、 いずれ も 内
面 と 外界の二項対立 を 「鏡像関係J と し て創造的に形象化す る 技法 で あ る と 考 え ら れ る の で あ る 。

5 . 「時代の心象風景』 と し て の音楽

シ ュ ーマ ン は 、1 834 年以前 に書かれた彼の最初期 の批評 『 ダ、 ヴ ィ ッ ド 同盟員 の 批判帳か ら 』 の 書
き 出 し で 、 モ ー ツ ア ル ト か ら ベ ー ト ー ヴ ェ ン、 そ し て カ ール ・ マ リ ア ・ フ ォ ン ・ ヴ ェ ーパ ー に 至 る
偉大 な る ドイ ツ 音楽史 を 「美 し い芸術時代(jene schonen Kunstalter） 」 と し て 回顧す る こ と か ら 自
ら の音楽批評活動 を開 始 し て い る が 、 1 830 年代 当 時の現状につ い て は 、 「 諸 国 民 は い よ い よ 混迷 を
深 め 、 い ま や古典的 と も ロ マ ン的 と も つ かな い厄介な 半睡状態（Halbschla£）へ落 ち 込 ん で し ま っ た 」 、
と 深 く 嘆 い て い る (20）。 確かに ヴ ェ ーパーが1 826 年 に 亡 く な り 、 ベー ト ー ヴェ ン が 翌1 827 年 に 、
さ ら に シ ュ ーベル ト が 翌1 828 年に相次いで他界 し て し ま う と 、 ク ラ シ ッ ク 音楽界 の 方向性は、 一
時的 な が ら ま っ た く 先 の 見 え な く な っ た 時代様相 を 呈 し て い る 。

文学史 に おい て も 、 詩人ハイ ネ が予言 し たゲ ーテ の揺藍に始ま り 、 そ の棺 に 終わ る で あ ろ う 「芸
術時代の終駕J は 、1 830 年代に 現実 の も の と な っ て い る ω。1 831 年に哲学者へーゲ ルが 亡 く な り 、
翌1 832 年 にゲ ーテ は没す る の だ。 彼 ら の死 と と も に 、 1 750 年か ら1 830 年 に わ た っ て 、 す な わ ち
パ ウ ム ガルテ ン か ら へーゲ ルに 至 る ま で常に規範 と して機能 し続 け て き た 古典主義的美学は終意を
迎 え て し ま う 幽。 シ ュ ーマ ン の 《詩人の恋》 Op. 48 の作詞者ハイ ネ は 、 前時代 ま で崇 め ら れて き
た美 の カ ノ ン を攻撃す る と 同 時 に 、 文芸記事、 エ ッ セ イ 、 手紙な ど新 し い散文形式の表現手法 を開
拓 し た。 芸術は こ れ以降、 ま す ま す同 時代の動 向 と 結びつ く こ と に な っ た の で あ る 。

さ て 、 1 830 年 7 月 30 日 付 け の 手紙で、 音楽家 に な る 決心 を母親 に伝 え た 若 き シ ュ ー マ ン だ が 、
彼は体系 的 な 読書 よ り も 、 む し ろ様々 な雑誌や文学書か ら 引 用 を書 き 留 め て は、 自 ら を養 う 糧 と し
た。 そ の 中 で 、 自 ら の音楽美学の原点 と し て ロ ベル ト ・ シ ュ ーマ ンが メ モ を 取 り 、1 835 年11 月1 0
日 発刊 の 自 ら の雑誌 『新音楽時報』 において も 、 モ ッ ト ー と し て掲 げ ら れ た の が 以 下 の 文章 で あ る 。

「美学の課題 な ん て 、 解釈不可能な 問題（Quadratur des Zirkels） と さ し て 変わ ら な い も の だ。
理論 と 実践、 規則 と 実例 、 法則 と 自 由 の あ い だ に は 、 無限の亀裂 （ ＝破片） (ein unendlicher 
Bruch) が残 さ れて い る 。 そ し て 、 ま さ に こ の亀裂に こ そ 、 全体 よ り も 価値が あ る の だ。 美 と
は 、 おそ ら く は思想家 が そ の秘密 を解き 明 か し て し ま っ た ら 、 も はや美 し く は な い の だ ろ う 」
メ ン ツ ェ ノレ倒）
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こ の 文章は、1 9 世紀半ばの ドイ ツ 文学界にそ の シ ョ ー ヴ ィ ニ ス ト 的傾 向 で も っ て独 自 の ポ ジ シ ョ
ン を 築 き 上げた雑誌編集者兼文学史家 ヴォルフ ガ ン グ ・ メ ン ツ ェ ルの書評 か ら 引 用 さ れて い る。 二
元性 を前提 と し な が ら も 、 それ を統一へ と 導 く ので な く 、 不協和音の ま ま にせめ ぎ合わせ る と い っ
た美学は、 後 の シ ュ ーマ ン作品 に お け る 有機的連結 を拒絶 し た 断片的性格 を連想 さ せ よ う。 上記の
言葉 と と も に シ ュ ーマ ン は、 1 830 年代の 自 ら の音楽美学を実践 し て い っ た の で あ る。

さ ら に 、 1 838 年 4 月1 5 日 に ク ラ ラ ・ ヴィ ー ク に宛 て た 手紙のな かで彼は 、 散文的 な 同 時代 を 音
楽に よ っ て詩的に捉 え て 、 受容者に語 り かけ る と い う 、 いわば 「時代 の心象風景」 と い っ た 自 ら の
音楽観を率直 に披漉 し て い る 一一 「僕が触発 さ れる の は 、 こ の世界で起き て い る こ と のすべて 、 政
治に文学に人 間 た ち だ一一 こ れ ら すべて を 自 分のや り 方で よ く 考 え て み る 、 やが て それ を音楽に よ
っ て 吐き 出 し て 、 出 口 を探 し求 め る た め さ。 だか ら 僕の楽曲 の大半は、 ま っ た く 別 個 の 関心事を結
び合わせて い る （entfernte Interessen ankniipfen)ので、 理解す る のが難 し い ん だ。 で も 、 こ の時
代 の 際 立 っ た徴候がすべて僕 の 心 を 捉 え て 、 今度 はそれを音楽 と し て表現す る 必要が あ る の だか ら 、
重要で あ る こ と も多い 」 ω。

こ の よ う に彼の思想的背景を振 り 返 っ て みて 、 改めて シ ュ ーマ ン の ピ ア ノ 作品 に お け る 右手 と 左
手の動 き の髄酷や矛盾 に 、 外界 と 内 面 と が織 り 成す複雑な心理の表出や葛藤の反映 を確認す る こ と
が で き る。 ま た歌 曲 集 《詩人の恋》 の第 1 曲 「 と て も 美 し い 5 月 に 」 や第 6 曲 「 ラ イ ン河、 こ の聖
な る 流れのJ な どは 、 希望 を 志 向 す る 声部の旋律に対 し て 、 つれない ピ ア ノ 伴奏の動 き の な か に 、
意識 と 無意識 な ど相反す る ヴェ ク ト ル同士 のな い交ぜか ら 生 ま れ る 効果を企図 し て い よ う。 ピ ア ノ
作品 《 ク ラ イ ス レ リ ア ー ナ》 Op.1 6 の楽曲 の構成 に 目 を 向 ければ、 全 8 曲 か ら な る 小 品 が 、 ほ ぽ
奇数曲 と 偶数 曲 で交互に速い テ ンポ、 遅いテ ン ポ と な っ て お り 、 調性的 に も それぞれ短調 と 長調で
対比配列 さ れ、 悪魔 と 天使の よ う な複雑な人間心理の激 し い振幅 を表現 し て い る。

ピア ノ 曲 《ア ラ ベス ケ 》 Op.1 8 も 、 そ の標題に着 目 し て ドイ ツ ・ ロ マ ン派の領袖 Fr ・ シ ュ レー
ゲ ルの説明 に 耳 を傾 け て みれば、 人為的 に秩序づけ ら れた混乱や、 様々 な矛盾か ら な る魅惑的 な シ
ン メ ト リ ー 、 熱狂 と イ ロ ニ ー と の驚 く べ き 交替が 「 ア ラ ベス ク 」 の構造な の だ と い う (25）。 続いて 《 フ
モ レ ス ケ》 Op. 20 の ヒ ン ト と し て は 、 シ ュ ーマ ンが1 839 年 3 月1 5 日 の手紙の なかで、 フ モール
と は 「心情 と 機知 と が幸せに溶融 し た も の（gliickliche 弛rschmelzung) J 、 と 説明 し て い る こ と が 思
い 出 さ れ よ う 倒。 すな わ ち 、1 833 年か ら1 840 年 に か け て 作曲 さ れた シ ュ ーマ ン の代表的 な ピ ア ノ
作品 は 、 当 時の ドイ ツ にお け る （古代 と 近代、 理想 と 現実、 自 然 と 人為 と い っ た） 二極聞 に 分裂 し
た 近代人の 自 意識 を不安定な ま ま に表出 さ せ な が ら 、 芸術の力 に よ っ て和解 し が た き 両者 を媒介 さ
せ、 よ り い っ そ う 詩的 な 次元で宥和 さ せ る こ と を意図 し て 書かれた と 考 え ら れ る の だ。

6 . ピ ア ノ 作晶 《幻想曲》 に つ いて

こ の ピ ア ノ 曲 は 、 そ も そ も 「廃櫨（Ruines）」 の名 の も と に独立 し た幻想曲 と し て 、1 836 年 6 月 に
ま ず第 1 楽章が作曲 さ れた刷。 そ の 三 ヶ 月 後 、 A • W ・ シ ュ レー ゲ、ルを代表者 と し て 、 生誕 65 年
を記念 し て ボ ンに建造 さ れ る と い う 「ベー ト ー ヴェ ン記念碑J へ の 寄付金 を調達す る た め に 、 シ ュ
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ド イ ツ ・ ロ マ ン 派作 曲 家の創造の源泉 を さ ぐ る ー シ ュ ー マ ン ｛幻:\1.\1111 } Op.17の 第 1 楽 章 を 手掛か り に

ーマ ンは二つの楽章を追加 し て 、 三楽章か ら な る 「 ピア ノ ソ ナ タ 」 と し て 楽 曲 を完成 さ せ る。 初稿
が成立す る の は、 1 836 年 9 月 9 日 か ら1 2 月 初旬 、 ラ イ プ ツ ィ ヒ に お い て で あ る。 同 年1 2 月 19
日 に シ ュ ーマ ン は 、 出版者 フ リ ー ド リ ヒ ・ キ ス 卜 ナー に宛て て 、 「 フ ロ レ ス タ ン と オイ ゼ、 ビ ウ ス はベ
ー ト ー ヴェ ン の記念碑 の た め に何か し た い と 願い、 こ の 目 的 の た め に次 の タ イ ト ルで作品 を 書 き ま
し た一一 （（廃嘘（Ruine叫 、 戦勝記念 品（’l'rpphaeen) 、 栄冠（Palmen)。 ベー ト ー ヴ ェ ン記念碑 の た め
の大 ピ ア ノ ソ ナ タ 》j、 と 書 き 送 っ て い る。 1 838 年 に は、 標題が 《詩（Dichtunge叫 ： 廃塩（Ruine叫 、
凱旋門（Siegesbogen) 、 星座（Sternbild)》 に変更 さ れ る。 し か し最終的 に は 、 同年冬 の ウ ィ ー ン に て

「 ソ ナ タ 」 か ら 現在 の 「幻想 曲 」 に 改稿 さ れ、 標題 も 《幻想 曲（Fantasie）》 で 落 ち 着 き を み る。
藤本一子 に よ れば、 「 シ ュ ー マ ン は “新 し い ドイ ツ 音楽 の 詩的 な 時代” に 向 け て 、 ジ ャ ンルや形

式に独 自 の展望 を抱い て い た。 古典的 な 変奏曲 、 ソ ナ 夕 、 交響曲 に続 く も の と し て 新 し い形式、 と
り わ け幻想曲 に 関心 を 寄せたJ と い う （28）。 し か も 「幻想 曲 （Phantasie）」 は 、 す で に述べた よ う に 、
当 時の哲学用 語で も あ る。 Fr ・ シ ュ レーゲ ルは 「想像力（Phantasie） は 、 人 聞 が 神 を 捉 え る た め の器
官 で あ る J と 書い た し（湖 、 ジ ャ ン ・ パ ウ ルは 「空想（Phantasie） あ る い は形成力（Bildungskraft） は

〔 … 〕 魂 の も つ 世界霊 で あ り 、 他 の さ ま ざ ま な 力 の 元素 と な る 精 で あ る J と 主張 し た（30）。 当 時 は
Phantasie, Imagination, Einbildungskraft は 、 ほ ぼ 等 置 さ れ て 用 い ら れ た の で あ る。 ま た
Phantasie は 、 ギ リ シア語で 「 出 現（erscheinen)」 、 すな わ ち イ メ ー ジ の な かで事物 を 「 出 現 さ せ るj
魂の能力 を意味 し て い る （31）。 こ の よ う な思想史 を顧みた と き に初 め て 、 シ ュ ー マ ン の 《幻想 曲》 が 、
あ る 主題 を最初 に提示 し て 変奏 さ せ る の でな く 、 第 1 楽章の コ ー ダ （第 295・309 小節） に な っ て初
め て かの旋律 を 、 す な わ ちベー ト ー ヴェ ンの歌曲集 《遥かな る 恋人 に 寄せて》 Op. 98 第 6 曲 か ら の
引 用 「 さ あ 、 こ れ ら の 歌 を 受 け 取 っ て く だ さ し 、（Nimm sie hin denn, diese Lieder） 」 を 「 出現 さ せ
る 」 と い っ た形式構想や、 作品のモ ッ ト ー と し て掲げ ら れた Fr ・ シ ュ レ ーゲ ルの 詩 『茂み』 の秘密
も 明 ら かに な る の か も し れな い。

シ ュ ーマ ン は 手の込んだや り 方で、 こ の 楽曲 を ク ラ ラ に捧げて い る。 と い う の も 、 1 838 年 3 月
1 9 日 の手紙で彼は、 「 こ の作品の第 1 楽章は、 たぶん僕が こ れ ま で、作 っ た 中 で、 も っ と も 情熱的 な 作

品一一つ ま り は、 君 を 思 う 深い嘆 き （eine tiefe Klage um Diehl な ん だ」 と 書い て （32） 、 ク ラ ラ に ア プ
ロ ーチす る。 し か し 実 際 に 《幻想 曲》 を受 け と っ た ク ラ ラ が 、 翌 日 1839 年 5 月 23 日 に シ ュ ーマ ン
に 宛 て て 書い た の は 、 「第 2 楽章の行進 曲 が魅力 的で、 完全に我 を 忘れて し ま う 、 第 8-1 6 小節 よ 」 、
と い う も のだ、 っ た（33)0 こ れ を 受 け て 、 第 1 楽章に深い想い を 込 め て い た 、ン ュ ー マ ン は 、 「君が幻想
曲 の 第 1 楽章で、何 を思 っ た か、 僕 に 書 き 送っ て ほ し い。 こ の楽章は、 君 の 中 の さ ま ざ ま な 姿 を 映 し
出 し て い る だ ろ う ？ こ の旋律が僕に は一番気に入っ て い る んだ。 モ ッ ト ー に 出 て く る 「音」 と い
う の は 、 た ぶ ん君の こ と だ ろ う ？ 」 刷、 と ク ラ ラ に宛 て て1 839 年 9 月 9 日 の 手紙で念 を 押 し て い
る。

「 地 上 の 色 と り ど り の 夢 の な かで／すべ て の 音 を 通 り ぬ け て ／ ひそ か に 耳 を傾 け る 者 に は／ か
すかな音が響 き 続 け る (Durch alle Tone tonet I I m  bunten Erdentraume I Ein leiser Ton gezogen, 
I Fur den, der heimlich lauschet.） 」 （35）一一 こ の モ ッ ト ー と し て 掲 げ ら れた 詩 『茂み』 の最後 の 4 行
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か ら 、 《幻想曲》 第 1 楽章 に 見 ら れ る 頻繁な転調 と 不安定な調性の な かで、 あ る い は 《幻想 曲 》 すべ
て の楽章を通 じ て 鳴 り 響いて く る 通奏低音、 「かすかな音J と は 、 ク ラ ラ で あ る こ と が分か る 。 冒 頭
か ら 華やかな伴奏で提示 さ れ、 再現部 を経て 、 コ ーダで確定す る 調性、 す な わ ち 第 1 楽章 を貫 く ハ
長調（C-Dur） と は、 ク ラ ラ （Clara） を意味す る の だ ろ う 。 ま た彼女 を連想 さ せ る 「 ド、（C) J の 音 は 、 さ
り げな く 作品全体に散 り ばめ ら れて い る 。

し か し 、 こ の 作品 の受容史 と し て 、 《幻想曲》 は リ ス ト に 献呈 さ れ る 。 結果的 に こ の作品 は 、 ク
ラ ラ ・ ヴ ィ ー ク 、 ベー ト ー ヴェ ン 、 フ ラ ン ツ ・ リ ス ト と い う 三人 の偉大 な ピ ア ニ ス ト と 関 わ る こ と
に な っ た。 リ ス ト は、 1 839 年 6 月 5 日 付け の 手紙で、 献呈 さ れた 《幻想 曲》 は最高級の作品 で あ
り 、 最大限の効果 を あ げ る べ く 、 作品 を徹底的 に研究 し た い 、 と 感謝の言葉 を述べ た う え で 、 た だ
し 《 ク ラ イ ス レ リ ア ー ナ》 と 《幻想 曲》 は聴衆に対 し て あ ま り に過度 の 要求 を し て い る の で理解は
さ れな い だ ろ う 、 と 書い て い る （36） 。 実際に作品 が 出版 さ れ る と 、 シ ュ ーマ ン の独創性や作 曲 の革新
性 を 評価す る 声が上が る 一方で、 「装飾過多」 で 「分か り に く し リ と い っ た否定的な批評が掲載 さ れ
た。 し か し リ ス ト は、 1 839 年か ら1 848 年ま で の演奏旅行で 《幻想 曲》 を取 り 上 げて い る し 、 ピ ア
ノ の弟子た ち に も 教材 と し て こ の作品 を教えて い る 。 ま た ク ラ ラ と ブ ラ ー ム ス も 演奏会 の演 目 で《幻
想 曲 》 を 取 り 上 げた の で、 こ の ピア ノ 作品 は1 850 年代後 半 に は 、 ヨ ー ロ ッ パでは広 く 知 ら れ る と
こ ろ と な っ た。

7 . 『廃櫨』 の美学

《幻想 曲》 に 作 曲 家 シ ュ ーマ ン が 込 め た 意図 を 「 出現 さ せ る 」 、 音楽学的 な 分析 か ら で な く 、 あ
え て 当 時の文化史 的 な 言説に 固 執 し て彼の含み を読み取 る な ら ば、 そ も そ も 第 1 楽章が 「廃嘘」 と
名 付 け ら れた こ と に 着 目 し て よ い。

廃撞は、 ルネ サ ン ス の終鷲か ら バ ロ ッ ク 全盛の時代において は、 世界の没落や崩壊 と い っ た終末
論的 ヴ ィ ジ ョ ン と 結びつ い て 、 ダ ・ ヴ イ ンチな ど 当 時の芸術家た ち に よ っ て執勘に描かれ て お り 、
本来は死や無常 を表象す る も の で、 あ っ た。 し か し 、1 7 世紀のイ タ リ ア ・ ロ ーマ に おい て活躍 し た サ
ル ヴ、 ァ ト ール ・ ロ ーザや ク ロ ー ド ・ ロ ラ ン ら の絵画 そ の 断崖、 洞窟 、 遺跡 、 奔流 と い っ た劇的
な モ テ ィ ー フ がイ ギ リ ス で人気 を集め る よ う に な る と 、1 8 世紀 中頃か ら 有名 な グ ラ ン ド ・ ツ ア ーが
始 ま っ て 、 人跡未踏の 「風景」 が絵画 と 重ね合わ さ れて発見 さ れ る よ う に な る 。 廃嘘に も ま た 、 次
第 に 風景 と し て の魅力 が 見 出 さ れ、 ゲー テ時代 に は ドイ ツ ・ ロ マ ン派 を代表す る 画家 フ リ ー ド リ ヒ
や風景画家カ ール ・ ブ レ ッ ヒ ェ ン、 ま た イ ギ リ ス の国民 的画家 ウ ィ リ ア ム ・ タ ーナー ら に よ っ て 、
廃櫨画は好ん で拙かれて い る 。 かつ て は 自 然 を圧迫 し た 巨大な人為 の建造物 が 、 やがて廃境 と な っ
て 「風景J に 回 収 さ れ、 再び大 自 然 の景観に織 り 込 ま れ る こ と に よ っ て 、 「廃嘘J に は母 な る 自 然へ
の 回 帰や、 自 然の再生力 を象徴す る ニ ュ ア ンス が加 わ っ た の で あ る 問。

ま た 哲学者ゲ、オル ク ・ ジ ン メ ルは、 精神 と 自 然、 構築 と 崩壊、 上方 を 目 指す魂 と 下方に働 く 重力
と い う こ項対立 の な かで、 人間 の 手に な る 形式が 時の経過 と 自 然の働 き で次第に破壊 さ れな が ら も 、
「 ま だなお廃嘘の な か の 芸術（Kunst） に よ っ て生 き て い る も の と 、 すで に廃嘘の な か の 自 然（Natur)
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ド イ ツ ・ ロ マ ン 派作曲 家の創造の源泉 を さ ぐ る ー シ ュ ー マ ン 〈幻想 曲 ｝ Op.17の 第 1 楽章 を 手掛か り に ー

に よ っ て生 き て い る も の と か ら 、 ひ と つの新た な る 全体、 特徴 あ る 統一性 が 生 じ る 」 こ と に廃櫨の
美 を 見 出 し て い る 倒。 「廃撞の魅力 は 、 そ こ に お い て 人 間 の 手 に な る 作 品 が つ い に は ま る で 自 然の
産物 の よ う に感 じ ら れ る と い う 点で あ る 」 倒。 ジ ン メ ルに従 う な ら ば、 廃撞の美的価値 と は 、 過去
と 現在、 精神 と 自 然、 上部 と 下部 と い う こ項対立の 「調停不能性（Unausgeglichenheit） 」 、 あ る い は
「 あ ら ゆ る 相反志向 の 同 時存在（Sichzusammen五nden aller Gegenstrebungen) 」 に あ る こ と に な る

(40）。 こ れは ドイ ツ ・ ロ マ ン派の美学そ の も の で あ り 、 今泉文子は 「肝心 な の は、 ロ マ ン主義者が廃
櫨、 断片 を こ そ 、 自 分の 姿 、 近代人そ の も の の 姿 と 捉 え た 点で あ る J 、 と 述べて い る （41)0 そ し て 、
二項対立の 「無限の亀裂 （ ＝破片） 」 （ メ ン ツ ェ ル） の う ち に こ そ 、 新 し い 詩的 な音楽美学の 可能性
を 見 出 そ う と し た の が 、 他 な ら ぬ シ ュ ー マ ンで あ っ た。

《幻想 曲 》 の第 1 楽章を特徴づ け て い る の は 、 「イ云説の音で（Im Legendenton) 」 （第12 9・22 4 小節）
と 題 さ れた楽句 の並列的 な挿入に よ っ て 、 伝統的 な ソ ナ タ 形式 を 解体す る と い う 音楽上の新 し い 実
験的試みで あ ろ う 。 「伝説の音でJ は 、 崩落 を暗示 さ せ る 直前の 降 下音 の 後 で、 ス コ ッ ト ラ ン ド 民謡
を思わせ る よ う な物悲 し いハ短調主題 を 軸 に し て展開 さ れ る 。 し か も 提示部の第 1 主題が左手で、
第 2 主題が右手で、 す な わ ち 対照的 な旋律が 同 時に奏で ら れ る よ う に指示 さ れて い る 。 し か し 、 こ
の 「相反志向 の 同 時存在」 は 、 ど こ か よ そ よ そ し く 、 「 ぎ こ ち な さ 」 を も っ て 演奏 さ れ る よ う に 、 作
曲者 シ ュ ーマ ン に よ っ て演 出 さ れて い る ので あ る 。
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譜例 ： 《幻想曲》 第 129・ 144 小節 （ 「伝説の音 で」 ）

「廃境」 の風景 に は、 「幻想 曲 」 の主題にふ さ わ し い ピ ク チ ャ レ ス ク な美学が見 ら れ る 。 ま た 、 シ
ュ ーマ ン と は親交の深か っ た メ ンデルス ゾー ン が実際に ス コ ッ ト ラ ン ドやイ タ リ ア に旅行 し て 、 そ
の 土地の印象か ら 交響 曲 第 3 番や第 4 番の着想 を得た よ う に 、 ド イ ツ ・ ロ マ ン派作 曲 家に お け る 風
景 と 音楽 と の繋が り を 考 えれば、 シ ュ ーマ ンが こ の第 1 楽章に 「廃櫨」 と し 、 う 標題 を 与 え る こ と で 、
個人的 に は ク ラ ラ と の先 の 見 え な い恋愛事情に 対 し て 、 ドイ ツ 音楽史の発 展 の 上 で はベー ト ー ヴェ
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ン 没後の 「半llfil状態J に 対して、 それらをあ えて 廃境と して否 定的に 現状認識する ことで、 逆に 再

生に向 けた 強い 気持 ちを 自らの 「 心 象 風景」 のなかに 織り 込ん だのではなし、か一一。 そして、 そう

仮定してみて 初めて、 過去の 記念 碑で、ある 第 ］ 楽章 「房副長」 から、 現実の 勝利を 予感させる 第 2 楽

章 「 場Ui1E l"'1」、そして 遥か 彼方、 地 上の ｜時間！li1l1を 超越した夜空の モ ニ ュメン卜である 第 3 楽章「星座」

へと 高まっていく （（幻想 l投｜》 全体の 作品構造を 確認で、きるのである。 シ ュー マンは、 おそらくは 同

時 代の 言 説のみならず、広く 絵画作 品をも 創造の源 泉にしていたのではないか、と 想像させられる。

フ リ ー ド リ ヒ の絵画 《陛の森の修道院》 （1809/18 10) c42l 

8 . 無意識 ・ 身体性 ・ ピ ア ニ ス ト の誕生
最後になるが、 このような 、ン ュー マンの 音楽を 演奏者の 側から考 えたとき、 忘れがたいのは ロラ

ン ・ パノレトの 論考 『 シ ュー マンを 愛する 』 （ 1979）である一一 「まるで、 弾くた びに、 その 11三，1,=t

人の人のために だ、 け、 それを 演奏する人のために だけ書かれたかのよう だ。 真に シ ュー マン的なピ

ア ニス卜、 それは 私だ」 （43）。 こうした 記述は、 芸術作品を 客観的で 閉 じた 世界と 捉 えて 解 釈を 施し

たり、 演奏を 単なる 再現芸術とみなしたりする 古典的な芸術観からは、 すでにか け 離れている 。 む

しろ 実践的な 演奏の 場にお ける 出来事ι｜生や、 演奏者の 無意識から生まれる 身 体的な感覚をも考 慮し

な けれ ば、 パフ ォー マンス芸術としての “ シ ュー マン ” は 理解できないのではないか。 ピアニス卜

の 誕生が、 まさに 19 世紀 ドイツにお ける 無意識や 身 体性をめ ぐる 言説と 深く 関わっているとすれ

ば、 これらのキー ワ ー ドの 中 心に 位 置するのが、 まさに 、ン ュー マンであろう。

シ ュ ーマンが ライプツ ィ ヒ 時代に 愛用したのは、 シ ュ タイン一族の 手になるグ ラン ドピア ノであ

った。 それは 反応のよい タ ッチ 感党、 抑制された 音量、 軽やかな 音色に特色があったという （44）。 シ

ρhU
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ド イ ツ ・ ロ マ ン 派作 曲 家の創造の源泉 を さ ぐ る ー シ ュ ー マ ン ｛幻 ：想 的 ｝ Op.17の 第 l 楽 章 を 手掛か り に ー

ュ ー マ ンが ピ ア ノ 作品 を 作曲 す る 際に前提 と し た鍵盤感覚 は 、 現代の ピ ア ノ 文化 と は異な り 、 指先
／聴覚 に対す る 極 め て 繊細 な感覚 を 要求 し て い た の で あ る 。 興味深い こ と に 、 「 シ ュ ーマ ン の こ と を
よ く 知 っ て い た フ ラ ン ツ ・ リ ス ト は、 ピ ア ノ の弟子に 、ン ュ ーマ ン のハ長調 《幻想 曲 》 を 教 え る と き
は 、 弟子が あ の壮大な第一楽章を勢い こ んで弾き 出す と 、 「 と んで も な い。 シ ュ ーマ ン は本 当 に 心 の
や さ し い 、 そ の 上、 大声一つ 立て ら れな い よ う な 、 静かな人間だ、 っ た。 こ の 曲 は、 そ う い う 静かで
や さ し い 男 の書いた も の だ と い う こ と を 、 忘れて はい け な い。 事実、 私が 、 そ う い う つ も り で、 あ
る と き 、 彼の前で、 こ の 曲 を 弾い た と こ ろ 、 彼は非常に よ ろ こ ん で く れた 」 と し ば し ば注意 し て い
た と い う 話が残 っ て い る 」 （制。

も う ひ と つだ け 、 シ ュ ーマ ン を 考 え る 上で、欠 かせな い の が 、 フ ロ イ ト が残 し た論考 『不気味な も
の 』 （1 91 9） で あ る 。 こ れは 、 ホ フ マ ン の 小説 『砂男 』 （1 81 5） に登場す る 奇怪 な 弁護 土 コ ッ ベ リ ウ ス
を 論 じ た も の だが 、 フ ロ イ ト は 「不気味な も の（unheimlich)J を 、 そ の反意語で あ る 「馴染みの も
の 、 慣れ親 し ん だ も の（heimlich) J と 比較対照 し な が ら 、 実 は 両者が 同 質性 の 関係 に あ る こ と を 指
摘 し て い る 。 ドイ ツ ・ ロ マ ン派の美学 と も い え る 「不気味な も の」 は 、 「幻想 と 現実的 な も の の境界
が 消滅す る と き 」 に 生 ま れ る （46）。 慣れ親 し んだ も の が 「抑圧 さ れた 後 に 回帰 し て き た も の J が 「不
気味な も の 」 な の だ と い う 附。 馴染みの故郷 と 不気味な異郷、 現実 と 幻想 と の境界線が 消 え る と い
っ た テーマ は 、 シ ュ ーマ ン が 作 曲 し た 同 時代の詩に も 繰 り 返 し描かれて い る 倒。

ま た 、 初期 シ ュ ーマ ン の ピ ア ノ 曲 自 体に 、 異質な世界 を 表象す る よ う で あ り な が ら 、 ふ と 気が つ
け ば演奏者 自 身 の 内 面世界か ら 、 すな わ ち ヒ。 ア ニ ス ト の 無意識の深層 か ら 立 ち 現れて き て 、 鍵盤を
叩 く 執槻な リ ズム の反復 と と も に 、 身体の全体が共鳴 し て響いて く る かの よ う な 印 象 を 与 え る 作品
が 多 い。 調性、 リ ズム 、 テ ン ポ な ど相対立す る も のが 、 シ ュ ーマ ン の ピ ア ノ 作品 に おい て は混在 し
て い る 。 内 面 と 外界 と が 屈折 し な が ら 反響 し あ う 美学。 身近で あ る はず の も の が 見知 ら ぬ も の と な
り 、 隣接す る はずの要素が無限の距離に隔て ら れて い る よ う に感 じ ら れ る 。 意識的 に演奏 し よ う と
努 め な が ら も 、 楽 曲 に よ っ て 無意識的 な 世界に絡め と ら れて し ま う 《謝肉 祭》 Op. 9 第 21 曲 （ベ リ
シ テ 人 と 戦 う ダ ヴ ィ ッ ド 同盟 の行進〉 、 （（幻想、小 曲集》 Op.1 2 第 4 曲 （気 ま ぐれ〉 、 《子供の情景》
Op. 1 5 第 6 曲 〈大事件） 、 《 ク ラ イ ス レ リ ア ーナ》 Op.1 6 第 8 曲 、 《 ノ ヴ ェ レ ッ テ》 Op. 21 第 1 番
な ど の作品群一一。

9 . 結び と し て

シ ュ ーマ ン の1 830 年代 の ピ ア ノ 曲 が興味深い の は 、 彼の芸術観や音楽美学に 「 フ モ ール」 「廃嘘」
「 ア ラ ベス ク 」 な ど 当 時の ドイ ツ ・ ロ マ ン派の時代意識や美意識が強 く 働 い て お り 、 同 時代 の 文学

の書法や技法 を音楽の世界 に 持 ち 込み、 新 し い地平を切 り 拓い た 点 に あ る と 同 時 に 、 ま た 音楽実践
の場において も 、 それが鍵盤に触れ る 繊細な指先 と 聴覚 を 通 じ て身体全体に広が る 共鳴の感覚 か ら 、
ま さ に 無意識的 な 世界 を表出す る と し 、 う 、 ピア ノ お よ び鍵盤楽器の美学 と 密接に結びつ い て い る 点
に あ る の で は な い か。 シ ュ ーマ ン は、 明 ら かに 生身の ヒ。 ア ニ ス ト が演奏す る 際 の 人 間 学 を も 視野に
収 め な が ら 、 近代人の分裂 し た 自 意識を い わ ば立体的 に 表 出す る かの よ う に 、1 830 年代の ピア ノ 作
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品 を書いて い る 。
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